
標
準
語
と
宮
沢
賢
治

ー
ー
方
言
と
標
準
語
の
は
ざ
ま
で

小
島
聡
子

は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
の
童
話
の
言
葉
遣
い
は
、
子
供
向
け
の
易
し
い
文
体
で
あ
る
は
ず
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な

い
も
の
の
違
和
感
を
も
っ
部
分
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
違
和
感
は
、
単
に
「
少
し
前
に
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
」
と
い
う
所
為
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

だ
け
で
も
な
い
部
分
が
あ
る
。

こ
の
違
和
感
を
も
た
ら
す
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
方
言
の
影
響
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
作
品
中
に
は
意
図
的
に
方
言
を
用
い

た
部
分
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
方
言
の
影
響
」
は
、
「
標
準
語
」
と
お
ぼ
し
き
部
分
に
現
れ
る
「
気
づ
か

な
い
方
言
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
は
、
宮
沢
賢
治
の
い
た
岩
手
が
東
京
か
ら
は
な
れ
て
い
て
言
葉
の
変
化
が
伝
わ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
た
め
に
み
ら
れ
る
言

葉
の
「
時
差
」
の
問
題
で
あ
る
。

宮
沢
賢
治
の
作
品
は
書
か
れ
て
か
ら
す
で
に
百
年
近
く
が
経
過
し
て
お
り
、
や
や
昔
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

話
し
言
葉
は
措
く
と
し
て
も
、
書
き
言
葉
は
(
仮
名
遣
い
や
漢
字
の
字
体
は
変
わ
っ
た
が
)
実
は
こ
の
百
年
で
さ
ほ
ど
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
作
品
は
、
も
ち
ろ
ん
多
少
古
め
か
し
い
見
慣
れ
な
い
語
句
が
使
わ
れ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

総
じ
て
さ
ほ
ど
違
和
感
な
く
読
め
る
の
だ
が
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
の
言
葉
遣
い
は
、
同
時
期
の
も
の
と
比
べ
る
と
少
し
違
和
感
が
強
い
。
実
は
、
宮

沢
賢
治
の
言
葉
遣
い
は
同
時
期
の
言
葉
よ
り
さ
ら
に
も
う
一
世
代
古
い
感
じ
が
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
で
書
か
れ
た
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言
葉
に
表
れ
た
「
時
差
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
も
の
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
形
で
、
宮
沢
賢
治
の
言
葉
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
点
に
注
目
し
な
が
ら
考
え
て
み

，-、ゐ
nv

ナ
人
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「
標
準
語
」
と
の
出
会
い
|
|
小
学
校
時
代
の
宮
沢
賢
治
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「
標
準
語
」
は
、
近
代
化
の
中
で
そ
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
、
当
時
す
で
に
あ
る
程
度
共
通
語
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
東
京
の
言
葉
を
も
と
に

作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
次
小
学
校
令
改
正
(
一
九
O
O
年
)
を
機
に
国
定
読
本
(
第
一
期
)
を
通
し
て
「
標
準
一
訪
問
」
が
全
国
の

学
校
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宮
沢
賢
治
の
小
学
校
時
代
は
ち
ょ
う
ど
「
標
準
語
」
が
学
校
教
育
を
通
じ
て
全
国
に
広
め
ら
れ
て
い
く
時
期

に
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
沢
賢
治
は
、
最
初
期
の
「
標
準
垣
間
」
教
育
を
学
校
で
受
け
た
世
代
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
も
東
京
で
の
滞
在

時
間
が
短
く
、
「
標
準
語
」
の
基
盤
と
な
っ
た
東
京
の
言
葉
に
接
す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
大
変
興
味
深
い
存
在
で
あ
る
。

近
代
文
学
の
世
界
で
、
特
に
言
文
一
致
体
を
担
っ
た
作
家
た
ち
は
、
東
京
で
成
長
し
て
い
た
り
、
少
な
く
と
も
高
等
教
育
を
東
京
で
受
け
て
い
た

り
、
「
標
準
語
」
に
近
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
い
た
人
が
多
く
、
地
方
で
生
ま
れ
ず
っ
と
地
方
に
い
た
人
は
少
な
い
。

そ
の
中
で
、
宮
沢
賢
治
は
い
わ
ゆ
る
「
標
準
語
」
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
環
境
で
育
ち
、
学
校
で
「
標
準
語
」
を
習
い
、
そ
の
習
っ
た
言
葉

で
書
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
用
い
る
「
標
準
語
」
は
、
学
校
で
教
え
た
「
標
準
語
」
が
ど
う
定
着
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
格
好
の

資
料
と
言
え
る
。

宮
沢
賢
治
が
「
標
準
語
」
と
格
闘
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
様
子
は
、
例
え
ば
子
供
の
こ
ろ
の
綴
り
方
に
も
表
れ
て
い
る
。
『
新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集

十
四
雑
纂
』
の
冒
頭
に
は
小
学
生
の
こ
ろ
の
作
文
・
綴
り
方
の
類
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
小
学
校
六
年
次
当
時
の
「
国
語
綴
方
帳
」

を
み
る
と
、
方
一
言
の
音
韻
の
影
響
と
思
わ
れ
る
書
き
間
違
い
の
類
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
「
ぶ
ち
犬
を
剖
引
州
州
制
判
叶
」
(
「
冬
季
休
業
の
一
日
。
」
)
と
あ
る
の
は
「
け
し
か
け
ら
れ
て
」
で
あ
ろ
う
(
「
き
す
」
の
部
分
に
は
傍

点
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
)
し
、
「
貨
へ
い
を
刻
直
し
た
り
」
(
「
徳
川
吉
宗
」
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
い
直
す
」
と
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
「
勉
強
し
や
す
い
」
が
「
べ
ん
き
ょ

l
し
ゃ
し
い
」
に
な
っ
て
い
る
(
「
古
校
舎
を
お
も
ふ
」
)
の
も
、
「
す
」
か
「
し
」
の
区
別
が
つ
き
に
く

い
方
言
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
普
段
「
し
」
と
「
す
」
の
中
間
的
な
音
で
発
音
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
く
時
に
は
「
し
」
か
「
す
」
か



を
判
断
し
て
書
き
分
け
る
が
、
そ
の
際
に
、
「
す
」
で
よ
い
と
こ
ろ
を
「
し
」
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
過
剰
適
応
の
例
と
言
え
る
。

ま
た
、
音
韻
で
は
な
い
が
「
こ
れ
ば
か
り
と
思
っ
て
堪
忍
し
(
中
略
)
こ
れ
ば
り
と
思
っ
て
堪
忍
せ
ば
」
(
「
堪
忍
の
六
助
」
)
と
い
う
の
も
あ
る
。

後
半
で
「
ば
か
り
」
が
「
ば
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
方
言
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
作
文
は
小
学
生
の
こ
ろ
の
も
の
で
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
状
況
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
小
学
校
の
こ

ろ
優
秀
で
表
彰
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
宮
沢
賢
治
で
さ
え
も
、
「
標
準
語
」
的
な
も
の
に
苦
労
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
様
子
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
ど
ん
な
言
葉
で
書
く
か
と
い
う
こ
と
に
終
始
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
は
、
様
々
な
作
品
や
手
紙
な
ど
の

端
々
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
同
時
代
の
他
の
作
家
に
比
べ
て
も
そ
の
言
葉
の
問
題
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
始
ま

り
は
小
学
校
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

方
言
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
|
|
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
再
考

宮
沢
賢
治
の
言
葉
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
と
言
う
と
す
ぐ
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
か
」
と
問
わ
れ
る
く
ら
い
、
宮
沢
賢
治
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

多
様
で
か
つ
独
特
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ベ
の
頻
度
の
高
さ
も
地
方
的
な
特
徴
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
。
東
北
地
方
の
人
々
が
他
の
地
方
の
人
々
に
比
べ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
よ
く
使
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
三
井
・
井
上
(
二

O
O
七
)

や
小
林
・
津
村
(
二

O
一
四
)
な
ど
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
独
特
で
あ
る
と
さ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
に
、
岩
手
の
方
言
と
し
て
は
一
般
的

な
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
川
越
(
二

O
O
八
)
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
沢
賢
治
の
言
葉
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
地
域
の
言
葉
の
影
響
と
思
わ
れ
る
表
現
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
筆
者
が
以
前
取
り
上
げ
た
(
小
島
二

O
O
八
、
二

O
二
二
)
「
く
ら
い
」
と
い
う
副
助
詞
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

『
注
文
の
多
い
料
理
屈
』
の
序
文
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
氷
砂
糖
を
ほ
し
い
く
ら
い
持
た
な
い
で
も
、
き
れ
い
に
す
き
と
ほ
っ
た
風
を
た
べ
、
桃
い
ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
を
の
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
の
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
と
い
う
部
分
は
、
東
京
方
一
百
話
者
の
筆
者
に
と
っ
て
、
か
な
り
違
和
感
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
は
文
脈

か
ら
推
察
し
て
お
そ
ら
く
「
す
き
な
だ
け
」
あ
る
い
は
「
ほ
し
い
だ
け
」
な
ど
と
い
う
言
い
回
し
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、

微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
て
い
た
。

試
み
に
、
現
代
語
の
様
相
を
探
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
『
現
代
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』
(
以
下
B
C
C
W
J
と
略
称
)
で
調
べ
る
と
「
欲
し

い
位
」
は
一
一
二
件
見
つ
か
る
。
し
か
し
、
う
ち
一
件
は
当
該
例
の
引
用
で
、
そ
れ
以
外
は
当
該
例
の
よ
う
な
「
望
ん
で
い
る
十
分
な
量
」
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
な
く
、
「
体
が
熱
く
扇
風
機
が
凶
リ
川
り
引
川
な
の
で
」
(
可
任
。
。
知
恵
袋
)
や
「
こ
っ
ち
が
教
え
て
同
U
川
り
叶
川
だ

わ
」
(
綾
乃
な
っ
き
『
夢
見
る
乙
女
じ
ゃ
い
ら
れ
な
い
』
)
の
よ
う
な
例
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
、
同
様
に
B
C
C
W
J
で
は
「
す
き
な
だ
け
」
は

二
二
二
件
見
つ
か
る
が
そ
の
う
ち
当
該
例
の
よ
う
な
意
味
の
例
は
一
九
五
件
、
「
ほ
し
い
だ
け
」
は
六
六
件
で
当
該
例
と
同
様
の
意
味
は
一
人
件
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
現
代
語
で
は
「
す
き
な
だ
け
」
と
い
う
の
が
一
般
的
な
言
葉
遣
い
で
、
少
な
く
と
も
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
は
あ
ま
り
一
般
的
と

は
一
言
え
な
い
。

一
方
、
宮
沢
賢
治
の
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
る
時
期
の
資
料
『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
明
治
・
大
正
編
I
雑
誌
』
(
以
下
、

C
H
J
と
略
称
マ
で
は
、

「
ほ
し
い
く
ら
い
」
は
五
件
見
つ
か
る
が
、
や
は
り
「
今
夜
は
躯
が
雨
三
個
例

U
川
り
引
制
忙
し
い
ん
だ
か
ら
」
(
太
陽
一
九

O
九
・
佐
野
天
声

「
銅
山
王
」
)
と
い
う
例
の
よ
う
に
比
較
の
基
準
を
表
す
用
法
に
限
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

C
H
J
で
は
「
ほ
し
い
だ
け
」
も
「
す
き
な
だ
け
」
も

見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
宮
沢
賢
治
の
時
代
に
は
「
す
き
な
だ
け
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

さ
て
、
前
稿
で
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
に
つ
い
て
扱
っ
た
際
に
は
、
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
宮
沢
賢
治
特
有
の
「
く
ら
い
」
の
用
法
と
し
た
だ
け
で
、

こ
れ
が
方
一
一
一
一
口
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
釜
石
で
地
元
の
方
の
家
に
伺
う
機
会
が
あ
り
、
昼
食
に
美
味
し
い
お
こ
わ
を
ご
ち
そ
う
に
あ
、
す
か
っ
た
。
そ
の
際
、
正
に

「
ほ
し
い
く
ら
い
」
取
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
初
め
て
件
の
宮
沢
賢
治
の
表
現
が
実
際
に
使
わ
れ
た
の
を
聞
き
、
方
言
由
来
で
あ
る
こ

と
に
思
い
至
っ
た
。

そ
こ
で
早
速
、
岩
手
大
学
の
大
学
院
生
た
ち
数
人
に
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
岩
手
県
・
秋
田
県
・
青
森
県
出
身
の
学
生
た
ち
は
こ
の
表
現
に
違
和

感
は
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
元
の
集
ま
り
な
ど
で
お
菓
子
の
入
れ
物
の
そ
ば
に
「
ほ
し
い
く
ら
い
取
り
な
さ
い
」
な
ど
と
書
い
で
あ

っ
た
り
す
る
と
い
う
証
言
も
得
た
。
あ
る
い
は
「
す
き
な
く
ら
い
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
と
い
う
。
八
戸
出
身
の
学
生
は
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
は
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言
わ
な
い
が
「
す
き
だ
く
ら
い
」
と
一
言
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
こ
の
場
合
の
「
だ
」
は
「
な
」
の
音
批
で
あ
る
。
)
か
な
り
広
い
範
囲
で
こ
の

「
く
ら
い
」
の
使
い
方
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
に
は
、
「
す
き
な
く
ら
い
」
も
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
と
同
様
に
違
和
感
が
あ
る
。

B

C
C
W
J
で
は
「
す
き
な
く
ら
い
」
は
四
件
見
つ
か
る
が
、
い
ず
れ
も
「
す
き
な
だ
け
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
一
方
、
学
生
た
ち
に
「
ほ
し
い

く
ら
い
」
は
あ
ま
り
他
所
で
は
聞
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
と
、
一
様
に
驚
い
た
様
子
で
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
に
は
こ
の
表
現
が
方
言
だ
と
い

う
意
識
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
岩
手
大
学
の
教
養
教
育
の
授
業
で
学
部
学
生
た
ち
に
、
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
・
「
す
き
な
く
ら
い
」
と
い
う
表
現
の
使
用
の
有
無
、
違
和

感
の
有
無
に
つ
い
て
レ
ス
ポ
ン
ス
カ

l
ド
に
記
入
し
て
も
ら
っ
た
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
カ
ツ
コ
内
は
出
身
地
で
あ

る
。
今
回
は
小
・
中
学
校
の
こ
ろ
に
い
た
と
こ
ろ
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。

-
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
気
が
す
る
(
秋
田
・
大
仙
市
)

・
「
好
き
な
く
ら
い
・
ほ
し
い
分
」
の
方
が
違
和
感
は
な
い
が
意
味
は
分
か
る
(
秋
田
・
秋
田
市
)

・
「
ほ
し
い
く
ら
い
・
す
き
な
く
ら
い
」
は
意
味
が
通
じ
る
(
青
森
・
十
和
田
市
)

・
日
常
で
も
耳
に
す
る
し
意
味
も
通
じ
る
(
岩
手
・
盛
岡
市
)

・
「
ほ
し
い
く
ら
い
・
好
き
な
く
ら
い
」
は
あ
る
(
岩
手
・
花
巻
市
)

・
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
は
ど
こ
で
使
わ
れ
て
い
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
が
違
和
感
が
な
い
た
め
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
聞
い
て
い
た
と
思
う
(
岩
手
・

盛
岡
市
)

・
特
に
違
和
感
は
な
い
(
岩
手
・
盛
岡
市
、
花
巻
市
)

・
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
で
意
味
は
わ
か
る
。
「
す
き
な
く
ら
い
」
の
方
を
使
う
(
岩
手
・
盛
岡
市
、
宮
城
・
石
巻
市
)

岩
手
・
秋
田
・
青
森
・
宮
城
出
身
の
学
生
た
ち
は
、
意
味
が
分
か
る
だ
け
で
な
く
違
和
感
も
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
ほ
し
い
く

ら
い
」
よ
り
は
「
す
き
な
く
ら
い
」
の
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
、
他
に
は
「
く
ら
い
」
で
な
く
「
だ
け
」
や
「
分
」
を
用
い
る
と
い

う
意
見
も
あ
っ
た
。
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-
こ
の
ま
ま
で
意
味
が
分
か
る
。
書
い
て
あ
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
が
会
話
で
は
使
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
ほ
し
い
だ
け
」

然
な
気
が
す
る
(
福
島
・
会
津
若
松
)

・
意
味
は
分
か
る
が
「
だ
け
」
と
い
う
方
が
多
い

の
方
が
自

(
青
森
・
八
戸
市
)

も
ち
ろ
ん
、
「
初
め
て
聞
い
た
し
最
初
意
味
が
す
ん
な
り
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
す
る
八
戸
市
出
身
の
学
生
も
あ
っ
た
が
、
東
北
地
方
出
身
の

学
生
た
ち
は
、
さ
ほ
ど
違
和
感
を
も
た
な
い
様
子
で
あ
る
。

方
、
東
北
以
外
の
地
方
の
出
身
者
は
次
の
よ
う
な
回
答
で
、
や
は
り
少
し
感
覚
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

-
意
味
は
分
か
る
が
違
和
感
が
あ
る
(
静
岡
・
伊
東
市
)

-
一
一
一
日
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
は
記
憶
に
な
い
が
意
味
は
分
か
る

(
長
野
・
佐
久
市
)

現
在
、
大
学
生
た
ち
の
若
い
世
代
は
、
い
わ
ゆ
る
方
言
に
は
殆
ど
馴
染
み
が
な
く
、
話
せ
な
い
ば
か
り
か
聞
き
取
れ
な
い
と
い
う
人
も
多
い
。
そ

こ
に
は
、
テ
レ
ビ
等
の
影
響
も
も
ち
ろ
ん
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
地
域
の
人
々
が
子
供
に
接
す
る
際
に
方
言
を
使
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
の

結
果
で
も
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
人
数
の
調
査
で
は
あ
る
が
、
今
の
学
生
た
ち
が
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
「
す
き
な
く
ら
い
」

と
い
う
表
現
に
馴
染
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
の
言
葉
と
し
て
、
特
に
方
言
と
意
識
さ
れ
ず
に
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
「
す
き
な
く
ら
い
」
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
気
に
し
て
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
み
る
と
、
他
に
も
、
「
く
ら
い
」
の
用
法
で
気
に
な
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。
田
野
畑
村
の
大
芦
地
区

の
言
葉
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
大
芦
の
こ
と
ば
と
そ
の
周
辺
』
(
牧
原
二

O
一
四
)
に
は
、
「
く
ら
い
」
に
相
当
す
る
語
形
「
く
れ
l
・
く
れ

ぇ
l
」
の
と
こ
ろ
に

い
l
く
れ
l
に
し
て
や
め
だ
ら
や
l
・い

1
く
れ
ぇ

l
に
し
て
や
め
だ
ら
や
あ

l
(
そ
れ
位
に
し
て
や
め
た
ら
ど
う
だ
)

い
え

l
く
れ
ぇ

l
に
せ
ぇ

l
(
い
い
く
ら
い
に
し
て
よ
ね
。
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
よ
。
)
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と
い
う
解
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
い
い
」
と
「
く
ら
い
」
の
組
み
合
わ
せ
自
体
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
用
法
は
や
は
り
筆
者
は
違
和
感
を
も
っ
。
試
み
に

B
C
C
W
J
で
「
よ
い
」
と
「
く
ら
い
」
の
組
み
合
わ
せ
を
検
索
す
る
と
、
三
七
七
件
ほ
ど
例
が
見
つ
か
る
が
。
し
か
し
、
殆
ど
が
「
1
方
が
よ
い

く
ら
い
だ
」
「
1
て
(
も
)
よ
い
く
ら
い
だ
」
「
ち
ょ
う
ど
よ
い
く
ら
い
」
と
い
う
類
型
的
な
表
現
で
、
「
い
い
く
ら
い
」
で
具
体
的
な
程
度
・
量
を

表
す
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
同
様
に
、

C
H
J
で
検
索
し
て
も
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
や
は
り
こ
れ
も
「
く
ら
い
」
の
地
域
独
特
の
用
法
の
一
つ

と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
く
ら
い
」
の
前
に
「
よ
い
」
や
「
す
き
」
「
ほ
し
い
」
と
い
う
語
が
付
く
こ
と
自
体
は
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

B
C
C
W
J
や
C
H

J
で
検
索
さ
れ
た
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
の
例
は
殆
ど
は
、
「
ほ
し
い
」
等
の
前
に
さ
ら
に
「
ほ
し
い
」
内
容
が
示
さ
れ
る
な
ど
具
体
的
な
状
況
を
示

し
た
う
え
で
そ
れ
を
比
較
の
基
準
と
し
て
示
す
用
法
で
あ
る
。
一
方
、
当
該
例
の
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
や
そ
れ
に
類
す
る
「
す
き
な
く
ら
い
」
、
ま

た
大
芦
方
言
の
「
い

l
く
れ
ぇ

l
」
で
の
「
く
ら
い
」
は
、
比
較
の
基
準
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
程
度
・
量
を
示
す
も
の
で
、
用
法
が
だ

い
ぶ
異
な
っ
て
い
る
。
「
く
ら
い
」
で
量
を
示
す
場
合
、
標
準
語
で
は
、
具
体
的
な
指
示
内
容
が
必
要
と
さ
れ
、
「
ほ
し
い
」
や
「
い
い
」
の
よ
う
な

具
体
性
に
乏
し
い
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て
量
や
程
度
が
異
な
る
よ
う
な
語
に
「
く
ら
い
」
を
つ
け
て
も
量
・
程
度
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
。

点
で
、
「
く
ら
い
」
の
用
法
は
標
準
語
の
方
が
限
定
的
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

四

言
葉
の

「
時
差
」
に
つ
い
て

次
に
、
「
全
体
」
と
い
う
語
を
例
に
、
宮
沢
賢
治
の
言
葉
に
「
時
差
」
が
表
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

最
近
、
宮
沢
賢
治
の
言
葉
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
に
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福

は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
文
の
意
味
が
、
賢
治
の
意
図
し
た
以
上
の
意
味
に
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
「
ぜ
ん
た

い
」
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
「
世
界
全
体
が
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
ぜ
ん
た
い
」
は
文
全
体
に
か
か
る
副
詞
で
あ
っ
て
、
宮
沢
賢
治
は
決
し
て
「
世
界
全
体
が
」
と

は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
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実
は
、
宮
沢
賢
治
は
、
よ
く
「
ぜ
ん
た
い
」
を
現
夜
な
ら
「
い
っ
た
い
」
「
そ
も
そ
も
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
文
副
詞
と
し
て
朋
い
て
い
る
。

次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
口

68 

ぜ
ん
た
い
雲
と
い
ふ
も
の
は
、
風
の
ぐ
あ
ひ
で
、
行
っ
た
り
来
た
り
ぽ
か
っ
と
無
く
な
っ
て
み
た
り
、
俄
か
に
ま
た
で
で
き
た
り
す
る
も
ん
だ
。

(
山
男
の
四
月
)

特集地域と賢治

現
在
で
は
、
「
一
体
全
体
」
と
い
う
形
な
ら
あ
る
が
、
単
独
で
「
ぜ
ん
た
い
」
を
副
詞
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
た
め
、
お
そ

ら
く
先
の
例
に
つ
い
て
も
多
く
の
人
が
「
世
界
全
体
が
」
と
捉
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
ぜ
ん
た
い
」
は
あ
く

ま
で
も
「
そ
も
そ
も
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
副
詞
で
あ
ま
り
強
い
意
味
は
な
い
。
と
は
い
え
、
「
世
界
が
」
と
言
っ
て
い
る
時
点
で
で
「
全

体
」
が
な
く
て
も
意
味
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
世
界
全
体
が
」
と
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に

「
世
の
中
が
」
程
度
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
語
の
流
れ
を
見
る
と
こ
の
よ
う
な
副
詞
と
し
て
の
「
ぜ
ん
た
い
」
は
「
い
っ
た
い
」
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
こ
と
は
以
前

指
摘
し
た
(
小
島
二

O
O
六
万
つ
ま
り
「
ぜ
ん
た

い
」
を
使
う
こ
と
自
体
は
少
し
古
い
語
法
な
の
で
あ

る。
例
え
ば
、

C
H
J
で
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
「
全
体
」
と
「
一
体
」
に
つ
い
て
検
索
し
た
結
果

は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
口
語
と
文
語
の
文
体
差
の
問
題
も
あ

「全体jと「一体Jの頻度
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こ
の
比
率
は
あ
く
ま
で
も
目
安
で
は
あ
る
が
、
「
ぜ
ん
た
い
」
は
一
九

O
九
年
の

「
い
っ
た
い
」
の
方
は
全
体
と
し
て
増
え
て
い
く
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

一
方
、
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
(
一
九
二
四
)
で
は
、
「
ぜ
ん
た
い
」
は
七
例
、
「
い
っ
た
い
」
は
二
例
で
あ
る
。
こ
の
比
率
は
、
同
じ
時
期
の

一
九
二
五
年
の
『
太
陽
』
や
『
婦
人
倶
楽
部
』
の
状
況
と
は
大
き
く
異
な
り
、
む
し
ろ
一
九
世
紀
末
の
『
国
民
之
友
』
な
ど
に
近
い
。
そ
の
意
味
で

は
三
、
四
十
年
の
時
差
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
ぜ
ん
た
い
」
を
副
詞
と
し
て
使
う
こ
と
自
体
は
決
し
て
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
語
法

と
し
て
は
す
で
に
少
し
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
現
在
で
も
、
流
行
語
な
ど
は
微
妙
に
中
央
と
地
方
で
時
差
が
あ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
一
言
葉
が
伝
わ
る
速
度
に
つ
い
て
は
、

井
上
(
二

O
O
三
)
に
よ
れ
ば
、
大
体
年
速
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
い
う
。
当
時
、
書
き
言
葉
の
発
信
は
東
京
・
大
阪
な
ど
大
都
市
圏
が
中
心

で
あ
り
、
そ
こ
で
の
言
葉
の
微
細
な
変
化
は
、
岩
手
に
拠
点
を
お
い
て
い
た
宮
沢
賢
治
に
伝
わ
る
ま
で
に
は
多
少
の
時
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
「
ぜ
ん
た
い
」
の
副
詞
的
な
使
用
も
、
中
央
で
の
出
版
物
で
の
使
用
状
況
と
異
な
る
の
は
時
差
の
せ
い
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
三
で
「
く
ら
い
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
「
く
ら
い
」
の
用
法
に
つ
い
て
も
時
差
の
問
題
が
関
係
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
く
ら
い
」
が
副
助
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
の
は
比
較
的
新
し
い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
「
く
ら

い
」
の
語
誌
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
あ
る
。

る
の
で
、

『
太
陽
」

を
ピ

l
ク
と
し
て
減
っ
て
い
く
の
に
対
し

副
助
詞
と
し
て
の
用
法
は
、
古
代
に
は
「
ば
か
り
」
が
担
っ
て
い
た
が
、
中
世
に
は
「
ほ
ど
」
に
移
り
、
中
世
以
降
、
次
第
に
「
く
ら
い
」
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
用
例
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
少
な
い
が
、
後
期
に
な
る
と
口
語
資
料
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の

頃
に
口
語
と
し
て
一
般
語
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
地
の
文
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
も
「
く
ら
い
」
よ
り
も
「
ほ
ど
」
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。

標準語と宮沢賢治

さ
て
、
「
く
ら
い
」
に
つ
い
て
前
稿
で
は
、
違
和
感
が
あ
る
例
と
し
て
、
「
く
ら
い
」
の
前
に
「
の
」
が
入
る
次
の
例
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
た
。
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六
疋
め
の
鹿
は
、
や
っ
と
一
旦
粒
の
り
引
制
を
た
べ
た
だ
け
で
す
。
(
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
)

し
か
し
、
「
く
ら
い
」
は
元
は
「
位
」
の
意
の
名
詞
な
の
で
、
助
詞
と
な
っ
て
か
ら
も
接
続
の
形
も
体
言
に
か
か
る
形
を
取
る
場
合
が
な
い
と
も

言
い
切
れ
な
い
。
例
え
ば
、
指
示
代
名
詞
が
前
に
付
く
場
合
は
、
「
j
の
」
と
「
j
れ
」
と
ど
ち
ら
の
形
も
可
能
で
あ
る
(
例
「
こ
の
く
ら
い
」

「
こ
れ
く
ら
い
」
)
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
前
稿
で
は
「
の
」
が
聞
に
入
る
先
の
例
は
少
し
古
い
言
い
方
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
と
は
い
え
、
こ
ち
ら
は
、

「
全
体
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、

C
H
J
で
調
べ
て
も
当
該
例
の
よ
う
に
「
の
」
に
つ
く
副
助
詞
「
く
ら
い
」
の
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
話
を
授
業
で
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
か
ら
「
こ
の
「
1
の
く
ら
い
」
と
い
う
表
現
に
違
和
感
は
な
い
の
だ
が
、
方
言
か
」

と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
受
け
た

D

こ
の
学
生
は
岩
手
県
出
身
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
例
に
つ
い
て
も
、
先
の
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
と
同
時
に
学
生
に

レ
ス
ポ
ン
ス
カ
l
ド
に
記
入
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
と
、
殆
ど
は
こ
の
「
の
」
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
が
、
や
は
り
岩
手
県
(
盛
岡
市
・

花
巻
市
〉
出
身
の
学
生
に
は
数
人
、
違
和
感
は
な
い
と
い
う
人
が
あ
っ
た
口
こ
の
「
の
」
を
入
れ
る
用
法
は
、
岩
手
で
は
馴
染
み
の
あ
る
言
い
方
で

あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
も
、
少
し
古
い
言
い
方
が
岩
手
に
み
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
時
差
の
表
れ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
三
で
取
り
上
げ
た
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
か
「
ほ
し
い
だ
け
・
す
き
な
だ
け
」
か
と
い
う
こ
と
に
も
時
差
が
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
口
先

に
「
く
ら
い
」
は
副
助
認
と
し
て
は
比
較
的
新
し
く
寸
ば
か
り
↓
ほ
ど
↓
く
ら
い
」
と
変
化
し
た
経
過
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
「
だ
け
」
と

い
う
副
助
詞
は
「
く
ら
い
」
よ
り
さ
ら
に
新
し
い
副
助
詞
で
、
江
戸
期
く
ら
い
に
定
着
し
た
と
さ
れ
て
い
る
口

現
在
み
ら
れ
る
「
ほ
し
い
だ
け
」
「
す
き
な
だ
け
」
は
、

B
C
C
W
J
に
は
み
ら
れ
る
が
、

C
H
J
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
戦
後
に
な
っ

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
近
代
以
前
に
、
東
京
あ
た
り
で
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
が
「
望
ん
で
い
る
十
分
な
量
」
の
意
味
で
使
わ
れ

た
実
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
か
ら
「
ほ
し
い
だ
け
」
へ
の
移
行
が
あ
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
ほ
し
い

だ
け
」
は
新
し
く
生
ま
れ
た
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
在
の
岩
手
出
身
の
学
生
た
ち
が
「
ほ
し
い
く
ら
い
」
「
す
き
な
く
ら
い
」
に
違
和
感

を
も
た
な
い
と
い
う
一
方
で
、
「
ほ
し
い
だ
け
」
「
す
き
な
だ
け
」
の
方
を
使
う
と
い
う
学
生
も
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
岩
手
で
は
現
在
「
く
ら
い
」

か
ら
「
だ
け
」
へ
の
移
行
が
進
行
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
だ
け
」
の
広
が
り
に
時
差
が
あ
る
か
ら
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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今
回
紹
介
し
た
の
は
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
日
本
語
学
と
し
て
は
細
か
い
論
証
が
足
り
い
な
い
き
ら
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
宮
沢
賢
治
の
言

葉
遣
い
は
、
方
言
以
外
の
と
こ
ろ
も
含
め
全
体
と
し
て
岩
手
の
人
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
と
は
言
え
よ
う
。
そ
の
分
、
他
の
地
域
の
人
々
に
比
べ
て
、

岩
手
の
人
々
が
宮
沢
賢
治
の
言
葉
に
馴
染
み
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
宮
沢
賢
治
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
地
元
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ

え
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

「
コ
ー
パ
ス
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
資
料
を
体
系
的
に
収
集
し
、
研
究
の
た
め
の
情
報
を
付
与
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡

コ
ー
パ
ス
』

(
B
C
C
W
J
)
は
国
立
国
語
研
究
所
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
現
代
日
本
語
の
書
き
言
葉
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
様
々
な
資
料
の

日
本
語
を
集
め
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
ウ
ェ
ブ
上
及
、
び
D
V
D
に
よ
っ
て
利
用
可
能
で
あ
る
。

(
2
)

『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
は
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
日
本
語
の
資
料
を
集
め
た
コ
ー
パ
ス
で
、
近
代
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
明
治
・
大
正
期
の
雑
誌
の
デ
l

タ
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
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注
文
の
多
い
料
理
屈
」
の
言
葉
に
つ
い
て
」
『
ア
ル
テ
ス
リ
ベ
ラ
レ
ス
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
』
七
八

小
島
聡
子
(
二

O
O
八
)
「
宮
沢
賢
治
の
童
話
の
語
法
に
つ
い
て
|
|
副
助
詞
「
く
ら
い
」
の
用
法
を
中
心
に
」
「
言
語
と
文
化
・
文
学
の
諸
相
』

尾
道
子
教
授
退
任
記
念
論
文
集
)

小
島
聡
子
(
二

O
二
ニ
)
「
宮
沢
賢
治
と
浜
田
広
介
の
語
法
に
見
る
方
言
か
ら
の
影
響
」
『
国
立
国
語
研
究
所
論
集
』
五

小
林
隆
・
津
村
美
幸
(
二

O
一
四
)
『
も
の
の
言
い
か
た
西
東
」
(
岩
波
新
書
)

野
村
剛
史
(
二

O
二
二
)
『
日
本
語
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
歴
史
|
|
ミ
ヤ
コ
言
葉
か
ら
言
文
一
致
ま
で
』
(
岩
波
書
庖
)

牧
原
登
(
二

O
一
四
)
『
大
芦
の
こ
と
ば
と
そ
の
周
辺
」

三
井
は
る
み
・
井
上
文
子
(
二

O
O
七
)
「
方
言
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
と
利
用
」
小
林
隆
編
『
シ
リ
ー
ズ
方
言
学
4

(
岡
田
仁
教
授
・
笹
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方
言
学
の
技
法
』
(
岩
波
書
応
)
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【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
年
度
岩
手
大
学
研
究
力
強
化
支
援
経
費
及
び
科
研
費

(
5
5
N
3小
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
こ
じ
ま
・
さ
と
こ
、
岩
手
大
学
准
教
授
)
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